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経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」
（
以
下
「
当
該
方
針
」
と
呼

ぶ
）
に
関
し
、
以
下
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
（
当
該
方
針
二
ペ
ー
ジ
）
と
は
何
か
。

二

前
記
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
脱
却
」
（
当
該
方
針
二
ペ
ー
ジ
）
と
は
、
具
体
的

に
ど
ん
な
状
態
か
ら
脱
却
し
、
ど
ん
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

三

当
該
方
針
で
使
用
し
て
い
る
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」
の
定
義
は
何
か
教
示
願
い
た
い
。

四

「
紙
を
ベ
ー
ス
と
し
た
既
存
の
手
続
を
根
本
的
に
見
直
し
」
（
当
該
方
針
八
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
紙
に
記
録
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
電
子
記
録
の
耐
用
年
数
は
ど
の
程
度
と
考
え
て
い
る
の
か
（
紙
に
記
録
さ
れ
た
情
報
は
、
数
百
年
か
ら
千
年
単

位
で
保
存
で
き
る
と
の
実
績
が
あ
る
が
、
電
子
情
報
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
、
何
年
保
存
で
き
る
か
の
実
績
が
な

い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
質
問
で
あ
る
）
。
加
え
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
や
そ
の
利
用
に
つ
い
て
習
熟
し
た
国

民
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
ベ
ー
ス
の
手
続
き
が
見
直
さ
れ
る
と
、
そ
う
し
た
国
民
に
不
利
益
が
及
ぶ
可
能
性

が
懸
念
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
へ
の
配
慮
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

一



五

「
債
務
調
整
」
（
当
該
方
針
九
ペ
ー
ジ
）
と
は
何
か
。

六

「
債
務
調
整
に
つ
い
て
（
中
略
）
整
理
す
る
。
」
（
当
該
方
針
九
ペ
ー
ジ
）
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
行
う
こ
と
な
の
か
。

七

「
国
内
農
林
水
産
業
等
の
体
質
強
化
の
進
ち
ょ
く
に
留
意
す
る
」
（
当
該
方
針
十
六
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体

的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。

八

「
妥
結
内
容
に
よ
っ
て
影
響
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
れ
ば
」
（
当
該
方
針
十
六
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
合
わ
せ
て
、
北
海
道
庁
が
日
豪
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
自
由
貿
易
協
定
）
に
関
連
し
、
こ
れ
が
完
全
実
施
さ
れ
る

と
北
海
道
経
済
に
相
当
な
打
撃
が
あ
り
、
失
業
者
が
八
万
八
千
人
発
生
す
る
と
試
算
し
、
平
成
十
八
年
十
一
月
に
発
表
し
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
試
算
は
、
こ
の
「
影
響
が
発
生
す
る
場
合
」
に
該
当
す
る
の
か
も
教
示
願
い
た
い
。

九

「
構
造
改
革
に
資
す
る
も
の
に
限
定
」
（
当
該
方
針
十
六
ペ
ー
ジ
）
す
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

十

前
記
八
で
北
海
道
庁
が
試
算
し
た
日
豪
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
る
影
響
は
、
「
構
造
改
革
に
資
す
る
も
の
」
に
該
当
す
る
の
か
。

十
一

「
計
画
的
な
措
置
」
（
当
該
方
針
十
六
ペ
ー
ジ
）
と
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
措
置
を
ど
う
行
う
こ
と
な
の
か
。

十
二

「
農
業
上
重
要
な
地
域
」
（
当
該
方
針
二
十
一
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
ど
ん
な
地
域
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
な
の
か
。

十
三

「
耕
作
放
棄
地
ゼ
ロ
を
目
指
す
」
（
当
該
方
針
二
十
一
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
現
在
の
農
業
上
重
要
な
地
域
を
中
心
と

二



す
る
耕
作
放
棄
地
の
面
積
と
、
合
わ
せ
て
、
こ
の
「
ゼ
ロ
を
目
指
す
」
と
は
、
こ
の
質
問
の
面
積
の
こ
と
と
理
解
し
て
良
い

か
も
合
わ
せ
て
教
示
願
い
た
い
。
さ
ら
に
加
え
て
、
現
在
の
日
本
全
体
の
耕
作
放
棄
地
面
積
を
教
示
願
い
た
い
。

十
四

「
対
応
し
き
れ
な
い
社
会
保
障
や
少
子
化
な
ど
に
伴
う
負
担
増
に
対
し
て
は
、
安
定
財
源
を
確
保
し
」
（
当
該
方
針
二

十
二
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
こ
の
「
安
定
財
源
」
と
は
具
体
的
に
何
か
。
合
わ
せ
て
そ
の
安
定
財
源
確
保
の
時
期
的
見
通
し

を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
具
体
的
に
教
示
願
い
た
い
。

十
五

「
原
則
�：

国
民
へ
の
説
明
責
任
を
徹
底
す
る
」
（
当
該
方
針
二
十
八
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
手
段

に
よ
っ
て
説
明
責
任
を
徹
底
す
る
考
え
な
の
か
。

十
六

当
該
方
針
で
使
用
し
て
い
る
「
道
州
制
」
の
定
義
は
何
か
。

十
七

「
地
方
分
権
改
革
の
総
仕
上
げ
で
あ
る
道
州
制
実
現
」
（
当
該
方
針
三
十
四
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
「
仕
上
げ
」
と
は

「
完
成
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
総
仕
上
げ
」
と
は
「
す
べ
て
を
完
成
さ
せ
る
」
意
味
と
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
前
記
十

六
の
定
義
を
踏
ま
え
、
な
ぜ
道
州
制
実
現
が
分
権
改
革
の
す
べ
て
の
完
成
と
判
断
し
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
教
示
願
い
た

い
。

十
八

「
加
入
者
・
受
給
者
全
員
が
、
本
来
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
年
金
を
全
額
間
違
い
な
く
受
け
取
る
こ
と
が
で

三



き
る
こ
と
を
旨
と
し
」
（
当
該
方
針
四
十
四
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
が
政
府
と
し
て
大
き
な
瑕

疵
だ
と
思
わ
れ
、
政
府
と
し
て
、
こ
れ
は
当
然
に
最
低
限
行
う
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
の
当
然
の
こ
と
を
あ
え
て
当
該

方
針
に
書
き
込
ん
だ
理
由
は
何
か
。
合
わ
せ
て
「
本
来
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
年
金
を
全
額
間
違
い
な
く
」
受
け

取
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
を
教
示
願
い
た
い
。
加
え
て
、
「
本
来
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

の
年
金
を
全
額
間
違
い
な
く
」
受
け
取
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
な
ら
そ
の
責
任
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
の
か
。

十
九

「
再
び
デ
フ
レ
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ
う
」
（
当
該
方
針
五
十
ペ
ー
ジ
）
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
政
府
は
い
つ
「
デ
フ

レ
か
ら
脱
却
を
し
た
」
と
判
断
し
た
の
か
。

二
十

も
し
仮
に
政
府
は
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
を
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
い
る
な
ら
、
「
再
び
デ
フ
レ
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ

う
」
と
い
う
記
述
と
の
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
と
思
う
が
見
解
を
教
示
願
い
た
い
。

二
十
一

仮
に
政
府
は
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
を
し
て
い
な
い
と
判
断
し
、
か
つ
「
再
び
デ
フ
レ
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ
う
」
と
の

記
述
も
正
し
い
と
主
張
す
る
な
ら
、
政
府
は
現
状
の
経
済
状
態
を
デ
フ
レ
は
脱
却
を
し
て
は
い
な
い
が
デ
フ
レ
で
は
な
い
状

態
と
見
て
い
る
と
推
測
で
き
る
が
、
政
府
は
現
状
の
経
済
状
態
を
ど
う
捕
ら
え
て
、
「
再
び
デ
フ
レ
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ

四



う
」
と
の
表
現
を
使
っ
た
の
か
。

二
十
二

「
農
林
水
産
業
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
守
る
べ
き
も
の
は
守
る
と
の
方
針
」
（
当
該
方
針
五
十
二
ペ
ー
ジ
）
と

あ
る
が
、
こ
の
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

五


